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豊島区立郷土資料館・ミュージアム開設準備だより

115

鶴田吾郎《池袋への道》1946年、油彩・カンヴァス、52.9×80.5㎝、豊島区蔵

【左中央 部分】
左中央に描かれた白く見える建物は、現
在も立教大学に隣接する旧江戸川乱歩邸
の土蔵だという。人が集っている場所は
ヤミ市か。左下には、今は暗渠となった
谷端川が描かれている。

　

大
き
な
荷
を
背
負
う
人
々
が
、
道
と
も
言
え
ぬ
道
を
た
だ
黙も
く
も
く々

と
歩
い

て
い
ま
す
。
茜

あ
か
ね

色い
ろ

に
染
ま
り
つ
つ
あ
る
青
空
と
、
足
元
に
伸
び
る
影
と

が
、
そ
の
日
の
終
わ
り
が
近
い
こ
と
を
告
げ
て
い
ま
す
。

　

右
の
絵
の
タ
イ
ト
ル
は
「
池
袋
へ
の
道
」
で
す
。
作
者
は
、
一
九
二
六

（
昭
和
元
）
年
か
ら
豊
島
区
に
住
み
続
け
た
画
家
・
鶴つ

る

田た

吾ご

郎ろ
う

（
一
八
九

〇
︲
一
九
六
九
）
で
す
。
鶴
田
の
ア
ト
リ
エ
は
、
要
町
二
丁
目
に
あ
り
ま

し
た
。

　

絵
の
背
景
に
つ
い
て
述
べ
た
鶴
田
自
身
の
言
葉
が
残
っ
て
い
ま
す
。
描

く
鶴
田
の
姿
を
も
彷ほ

う

彿ふ
つ

と
さ
せ
る
文
章
と
し
て
、
こ
こ
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

作
品
を
見
る
読
む  

4 

　
　 

― 

鶴
田  

吾
郎 

―
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�　

池
袋
の
奥
の
私
の
画
室
か
ら
、
四
、
五
丁
も
出
る
と
、
都
内
に
か

け
て
一
面
の
焼や

け

野の

原は
ら

で
あ
る
。
僅わ
ず

か
な
荷
を
背
負
っ
た
男
や
女
が
、

自
然
と
道
が
で
き
た
踏
み
跡
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
る
。
池
袋

の
駅
跡
近
く
に
は
闇や

み

市い
ち

が
な
ら
び
、
な
ん
で
も
食
物
と
な
る
も
の
な

ら
、
人
が
集
ま
っ
て
買
い
込
む
の
だ
っ
た
。（
中
略
）
人
々
は
こ
の
大

き
な
自
然
の
法
則
が
空
襲
下
で
も
、
ま
た
戦
い
終
っ
て
静
か
に
な
っ

た
空
に
も
あ
る
こ
と
を
、
一
向
関
心
な
き
が
如
く
、
た
だ
如
何
に
し

て
そ
の
日
そ
の
日
を
生
き
る
べ
き
か
を
考
え
、
暗
く
な
っ
た
道
を
辿た

ど

り
、
壕
の
中
に
入
っ
た
り
、
焼
け
残
っ
た
家
に
戻
る
の
だ
っ
た
。

　
　
　

私
は
な
ん
で
も
描
い
て
お
き
た
い
と
思
っ
た
。

鶴
田
吾
郎
『
半
世
紀
の
素
描
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
八
二
年
、
一
六
四
頁

　

こ
の
絵
は
、
豊
島
区
の
約
七
割
を
焼
い
た
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年

四
月
の
城

じ
ょ
う

北ほ
く

大
空
襲
か
ら
約
一
年
後
の
、
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
二

月
に
描
か
れ
ま
し
た
。
む
き
出
し
の
地じ

肌は
だ

を
覆
う
緑
色
の
草
が
、
時
の
経

過
と
同
時
に
、
町
が
未
だ
復ふ

っ

興こ
う

に
は
程
遠
い
状
態
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
ま

す
。
鶴
田
の
ア
ト
リ
エ
は
焼
け
残
り
ま
し
た
が
、
従

じ
ゅ
う

軍ぐ
ん

し
た
次
男
と
三
男

は
戦
死
し
二
度
と
戻
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
従
軍
画
家
と
し
て

活
躍
し
て
い
た
鶴
田
自
身
を
含
め
、
戦
時
下
を
生
き
延
び
た
人
々
は
、
そ

れ
ぞ
れ
が
何
ら
か
の
影
を
伴
い
つ
つ
敗
戦
後
を
生
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
《
池
袋
へ
の
道
》
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
ビ
ル
や
住
宅
が
乱
立
す
る

現
在
の
池
袋
か
ら
は
想
像
も
つ
か
な
い
風
景
と
、
そ
こ
に
生
き
る
人
々
の

姿
で
す
。
作
者
の
眼
を
通
し
て
過
去
の
記
憶
を
辿
る
こ
と
。
そ
れ
も
絵
画

作
品
の
持
つ
重
要
な
役
割
の
一
つ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。�（
美
術　

清
水
）

⬅
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秋
の
収
蔵
資
料
展
「
博
物
館
資
料
に
な
っ
た

学
び
の
道
具
～
読
む
・
書
く
・
触
れ
る
・
着
る
・

運
ぶ
～
」
に
お
い
て
、「
小
学
校
国
語
以
外
の

教
科
書
・
戦
後
の
教
科
書
に
つ
い
て
も
収
蔵
資

料
を
紹
介
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
ご
意
見
を
多

く
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
本
号
で
は
、
ア

ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
直
後
、
昭
和
二
〇
年
代
の

小
学
校
社
会
科
教
科
書
か
ら
、
戦
後
の
新
し
い

教
科
書
観
に
つ
い
て
探
っ
て
い
き
ま
す
。

　

社
会
科
は
、
敗
戦
と
そ
の
後
の
教
育
制
度
改

革
に
よ
っ
て
、一
九
四
七（
昭
和
二
二
）年
四
月

の
六
・
三
制
の
義
務
教
育
か
ら
な
る
新し
ん

学が
く

制せ
い

ス

タ
ー
ト
と
同
年
に
設
置
さ
れ
た
新
し
い
教
科
で

す
。
こ
れ
は
、
戦
前
に
あ
っ
た
歴
史
科
・
地
理

科
・
修し
ゅ
う
し
ん
か

身
科
・
公
民
科
を
単
に
組
み
合
わ
せ
た

も
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
の
社
会
認
識
の
形
成

と
発
達
に
か
か
わ
る
教
科
・
基
本
的
人
権
尊
重

の
た
め
の
教
科
と
し
て
新
た
に
誕
生
し
ま
し
た
。

そ
れ
に
合
わ
せ
て
順
次
発
刊
さ
れ
た
文
部
省
著

作
小
学
校
社
会
科
教
科
書
が
、
二
年
生
用
『
ま

さ
お
の
た
び
』、
三
年
生
用
『
た
ろ
う
』（
①
）・

『
大
む
か
し
の
人
々
』（
②
）、
四
年
生
用
『
日
本

の
む
か
し
と
今
』（
③
）、
五
年
生
用
『
村
の
子

ど
も
』（
④
）・『
都
会
の
人
た
ち
』（
⑤
）、
六
年

生
用
『
土
地
と
人
間
』（
⑥
）・『
気
候
と
生
活
』

（
⑦
）
で
す
。
写
真
は
、
昭
和
二
〇
年
代
に
発

刊
さ
れ
東と
う
き
ょ
う
だ
い
に
し
は
ん
が
っ
こ
う

京
第
二
師
範
学
校
男
子
部
附
属
小
学

校
な
ど
で
使
用
さ
れ
た
館
蔵
の
教
科
書
で
す
。

　

特
徴
と
し
て
ま
ず
表
紙
の
カ
ラ
フ
ル
な
絵
と
、

『
初し
ょ
う
と
う
か
こ
く
し

等
科
国
史
』『
初
等
科
修
身
』
な
ど
と
は
異

な
る
柔
ら
か
な
表
現
の
タ
イ
ト
ル
が
目
に
付
き

ま
す
。
内
容
も
子
ど
も
の
主
人
公
に
よ
る
一
篇

の
物
語
と
も
い
う
べ
き
内
容
で
す
。『
た
ろ
う
』

で
は
、主
人
公「
た
ろ
う
く
ん
」の
目
を
通
し
て
、

都
会
や
農
漁
村
の
生
活
ぶ
り
が
語
ら
れ
て
お
り
、

「
五�

は
く
ぶ
つ
か
ん
」
に
お
い
て
は
、
た
ろ
う

く
ん
、
み
つ
こ
さ
ん
、
と
な
り
の
お
じ
さ
ん
の

三
人
で
博
物
館
・
動
物
園
に
出
か
け
、
周
辺
の

街
並
み
に
つ
い
て
も
叙じ
ょ
じ
ゅ
つ述
さ
れ
て
い
ま
す
。

『
大
む
か
し
の
人
々
』
で
は
、
主
人
公
「
明あ
き
らく

ん
」
が
森
で
遊
ん
で
い
る
う
ち
に
道
に
迷
い
、

困
っ
た
事
で
原
始
生
活
に
つ
い
て
考
察
す
る
と

こ
ろ
か
ら
話
が
始
ま
り
ま
す
。
高
学
年
用
教
科

書
の
巻
末
に
は
、「
教
師
お
よ
び
父
兄
の
方
々

へ
」
と
し
て
「
従
来
の
教
科
書
と
同
じ
よ
う
に

考
え
て
は
い
け
な
い
。
む
し
ろ
児
童
用
の
参
考

書
の
一
種
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
た
だ
き
た

い
」「
教
師
は
児
童
が
印
刷
さ
れ
た
本
だ
か
ら

と
い
っ
て
こ
れ
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
る
こ
と

の
な
い
よ
う
に
指
導
を
加
え
て
ほ
し
い
」
と
付

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
か
ら
、
教
科
書
そ

の
も
の
の
学
習
で
は
な
く
、
教
科
書
を
利
用
し

て
学
ぶ
こ
と
に
性
格
を
改
め
た
戦
後
の
新
し
い

教
科
書
観
が
う
か
が
え
ま
す
。�（
郷
土　

甲
田
）

参
考
文
献

　

唐
沢
富
太
郎�

著
『
教
科
書
の
歴
史
』
一
九
五
六
年

　

�

滋
賀
大
学
附
属
図
書
館�

編
『
近
代
日
本
の
教
科
書
の

あ
ゆ
み
―
明
治
期
か
ら
現
代
ま
で
―
』
二
〇
〇
六
年

昭
和
二
〇
年
代
の
小
学
校
社
会
科
教
科
書
に
み
る
新
し
い
教
科
書
観

①　たろう

②　大むかしの人々

③　日本のむかしと今
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一
方
、
校
舎
増
築
と
屋
内
体
操
場
の
建
設
の

背
景
に
は
あ
る
構
想
が
あ
り
ま
し
た
。
将
来
、

東
京
市
と
の
併へ
い

合ご
う

を
見
す
え
て
、
第
五
小
学
校

を
高
田
町
の
中ち
ゅ
う
す
う枢と

し
、
学
習
院
と
相あ

い

対た
い

し
て

将
来
の
都
市
発
展
の
た
め
重
要
な
位
置
に
す
る

こ
と
が
計
画
さ
れ
て
お
り
、
市
内
の
各
小
学
校

全
て
に
屋
内
体
操
場
を
建
設
す
る
こ
と
が
そ
の

処
置
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

当
時
、
下
水
道
事
業
な
ど
に
よ
り
町
財
政
の

歳
出
は
膨ぼ
う
ち
ょ
う張の
一い
っ

途と

を
た
ど
っ
て
お
り
、
経
費

節
減
も
重
要
な
課
題
で
し
た
。
多
く
の
文
書
は

　

豊
島
区
目
白
２
丁
目
に
位
置
す
る
目
白
小
学

校
は
、
平
成
二
六
年（
二
〇
一
四
）一
〇
月
に
新

し
い
校
舎
が
落ら
く

成せ
い

し
、
85
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

　

昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
の
創
立
当
時
に
は
、

高
田
第
五
尋じ
ん
じ
ょ
う常
小
学
校
と
呼
ば
れ
て
お
り
、

当
初
の
児
童
数
は
６
０
４
名
で
16
学
級
で
し
た

が
、
七
年
に
は
児
童
数
１
２
２
０
名
、
ク
ラ
ス

数
も
22
学
級
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

大
正
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
、
豊
島
区
内
の

旧
町
の
多
く
で
は
、
急
速
な
市
街
地
化
が
進
め

ら
れ
、
高
田
町
の
戸
数
は
約
７
倍
（
１
万
２
０

４
２
戸
）
で
、
人
口
は
約
４
倍
（
４
万
９
９
７

８
人
）
に
な
っ
て
お
り
、
児
童
数
も
激
増
し
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
実
際
に
ど
の
く
ら
い
か
と

い
い
ま
す
と
、
一
学
級
（
４
～
６
学
年
）
の
平

均
児
童
数
が
70
～
79
人
で
、
上
級
学
年
で
は
二

部
授
業
を
実
施
し
て
い
て
、
24
の
教
室
が
不
足

し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
町
内
の
児
童

数
増
加
は
、
教
育
上
切
実
な
課
題
で
し
た
。

　

そ
の
児
童
数
の
増
加
に
と
も
な
い
、
昭
和
七

年
に
校
舎
の
増
築
と
屋
内
体
操
場
の
建
設
が
計

画
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
か
た
り
べ
１
１

０
号
な
ど
で
ご
紹
介
し
ま
し
た
「
旧
高
田
町
公

文
書
」
に
は
、
そ
の
建
設
に
関
す
る
社
会
背
景

に
つ
い
て
書
か
れ
た
資
料
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
屋
内
体
操
場
建
設
ノ
必
要
ナ
ル
理
由
」
と

い
う
文
書
に
よ
れ
ば
、
①
運
動
場
の
敷
地
が
細

長
い
地
形
で
あ
る
こ
と
、
②
目
白
駅
付
近
で
あ

る
た
め
自
動
車
の
交
通
が
頻
繁
で
あ
る
こ
と
、

③
道
路
の
喧け
ん

騒そ
う

の
た
め
音
声
が
通
ら
な
い
こ
と
、

が
理
由
と
し
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
、

昭
和
八
年
発
行
の
「
豊
島
区
詳
細
図
」
を
み
る

と
、
そ
の
地
理
的
状
況
が
確
認
で
き
ま
す
（
な

お
、
水
道
局
営
業
所
は
元
高
田
町
役
場
で
す
）。

　

ま
た
、
場
内
に
御ご

真し
ん

影え
い

奉ほ
う

安あ
ん

殿で
ん

を
設
け
て
式

場
と
し
、
記
念
日
の
際
に
は
講
話
を
行
う
、
講

堂
と
し
て
の
使
用
目
的
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

他
に
も
、
修
身
科
の
合
同
訓
話
や
合
同
唱
歌
な

ど
を
行
う
教
室
と
し
て
使
わ
れ
た
よ
う
で
す
。

高
田
町
の
児
童
数
増
加
と
第
五
小
学
校
の
増
築
計
画
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昭和15年「皇紀二千六百年高田第五小学校創立満十周
年記念写真帖」（桜井静子氏寄贈）より掲載写真を引用

昭和8年「豊島区詳細図」より高田第五小学校・目白駅・学習院付近を一部抜粋

増
築
資
金
を
公こ
う

債さ
い

に
求
め
る
た
め
に
残
さ
れ
た

も
の
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
建
設
は
失
業
者
救
済

の
た
め
の
事
業
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

左
写
真
の
工
事
設
計
書
に
よ
れ
ば
、
木
造
ス

レ
ー
ト
葺ぶ
き

二
階
建
の
校
舎
一
棟
約
９
７
０
㎡
、

木
造
亜
鉛
板
葺
一
階
建
の
雨
天
体
操
場
約
３
４

４
㎡
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
奉
安
庫
一
ヶ

所
５
㎡
な
ど
が
み
ら
れ
ま
す
。
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
工
法
が
、
小
学
校
建
築
に
も
応
用
さ

れ
た
の
が
昭
和
初
め
頃
と
あ
る
の
で
（『
学
校

こ
と
は
じ
め
事
典
』）、
屋
内
体
操
場
は
都
市
部

で
も
珍
し
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

昭
和
二
〇
年
四
月
一
三
日
の
城
北
大
空
襲
の

際
に
は
、校
舎
の
大
部
分
が
焼
失
し
た
た
め
、屋

内
体
操
場
を
６
つ
に
仕
切
っ
て
授
業
が
行
わ
れ

た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す（『
創
立
五
十
周
年

記
念
誌
め
じ
ろ
』）。三
七
年
四
月
に
は
、講
堂
の

取
り
壊
し
作
業
を
開
始
し
、
翌
年
に
講
堂
兼
体

操
場
が
新
築
さ
れ
ま
し
た
。今
は
も
う
見
る
こ
と

が
で
き
な
い
「
屋
内
体
操
場
」
は
資
料
の
中
に

そ
の
軌き

跡せ
き

を
遺の
こ

し
て
い
ま
す
。�

（
郷
土�

髙
木
） 　  第五小学校校舎及附属家

　  増築工事設計書
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■
氷
川
神
社
で
見
つ
か
っ
た
納お
さ
め
太た

刀ち

　

平
成
二
五
（
二
〇
一
三
）
年
三
月
一
九
日
、

東ひ
が
し
め
じ
ろ

目
白
千ち

登と

世せ

町
会
か
ら
当
館
に
、
大お
お

山や
ま

講こ
う

に

関
係
す
る
木
製
の
納
め
太
刀
が
二
本
寄
贈
さ
れ

ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
太
刀
は
、
関
東
大
震
災
や

四
月
一
三
日
空
襲
な
ど
の
災さ
い

禍か

を
く
ぐ
り
抜
け

て
、
現
在
の
氷
川
神
社
（
高
田
二
丁
目
）
境
内

の
神み
こ
し輿

蔵ぐ
ら

の
中
に
ひ
っ
そ
り
と
眠
っ
て
い
ま
し

た
。
太
刀
の
ひ
と
つ
は
、
写
真
１
に
掲
載
し
た
、

長
さ
約
三
・
六
メ
ー
ト
ル
、
重
さ
約
一
〇
キ
ロ

グ
ラ
ム
、
鎬し
の
ぎの
厚
さ
は
約
六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
大
ぶ
り
な
太
刀
で
す
。
人
間
の
身
長
を

ゆ
う
に
越
し
て
し
ま
う
も
の
で
、
と
て
も
迫
力

が
あ
り
ま
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
写
真
２
に
見

え
る
小
ぶ
り
な
太
刀
で
、
長
さ
は
約
一
・
七

メ
ー
ト
ル
、
重
さ
約
一
・
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
鎬

の
厚
さ
は
約
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
太
刀
で
す
。

小
ぶ
り
と
い
っ
て
も
、
男
性
の
平
均
身
長
ほ
ど

の
大
き
さ
で
す
。
両
方
の
太
刀
と
も
に
二
つ
の

目め

釘く
ぎ

穴あ
な

が
は
っ
き
り
あ
り
、
太
刀
ら
し
さ
が
よ

く
表
れ
て
い
ま
す
。
写
真
１
の
太
刀
の
表
銘
に

は
、
墨
書
で
「
奉
納
大
山
不
動
明
王
石
尊
大
権

現
大
天
狗

小
天
狗
諸
願
成
就
」
と
あ
り
、
願
い
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
裏
銘
に
は
「
寛
政
六
年
甲寅
□
□
月

為
□
□
□
」「
高
田
四
ツ
家
上
町
講
中
」
と
い
っ

た
年
号
や
地
名
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
一
方
、

写
真
２
太
刀
の
表
銘
に
は
、
墨
書
で
「
阿
夫
利

神
社
□
□
」
と
あ
り
、
裏
銘
に
は
「
高
田
□
□

□
」
と
見
え
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
少
な
く
と

も
寛
政
六（
一
七
九
四
）年
に
、高
田
四
ツ
家
の

講
中
の
人
々
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。高
田
四
ツ
家
と
は
、写

真
３
の
あ
た
り
で
、
現
在
の
千
登
世
橋
の
す
ぐ

近
く
だ
と
お
も
わ
れ
ま
す
。正
徳
六（
一
七
一
六
）

年
の
「
豊
島
郡
下
高
田
村
絵
図
」
で
見
ま
す
と
、

百
姓
居
屋
敷
が
立
ち
並
ぶ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
よ

う
で
す
。
資
料
調
査
で
は
、
資
料
に
残
さ
れ
た

墨
書
・
紀
銘
な
ど
を
調
べ
る
こ
と
が
大
変
重
要

な
鍵
と
な
り
、
大
山
講
が
行
わ
れ
て
い
た
地
域

を
示
す
大
き
な
手
掛
か
り
と
な
り
ま
し
た
。

■
大
山
講
と
納
め
太
刀

　

大
山
講
と
は
、
富
士
講
に
並
ぶ
江
戸
の
参さ
ん

詣け
い

講こ
う

の
ひ
と
つ
で
す
。
神
奈
川
県
に
あ
る
大
山
を

信
仰
す
る
講
と
し
て
発
達
を
し
た
大
山
講
は
、

高  

田  

の  

納  

め  

太  

刀

写真１　　　　　　　　　　　　　写真２
納め太刀を持つ調査員の身長は176㎝。写真１の太刀は身長の２倍
以上、写真２の太刀は身長と同じ大きさ。

雨
乞
い
の
山
と
し
て
、
農
民
を
中
心
に
大
変
信

仰
を
集
め
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
納
め
太

刀
は
大
山
講
と
深
く
関
わ
る
も
の
で
す
。
そ
の

歴
史
は
古
く
、
源
頼
朝
が
戦せ
ん
し
ょ
う
き
が
ん

勝
祈
願
の
た
め
に

太
刀
を
奉
納
し
た
こ
と
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
後
、
江
戸
時
代
に
は
、
庶
民
の

間
で
流
行
し
、
雨
乞
い
や
招し
ょ
う
ふ
く
じ
ょ
さ
い

福
除
災
の
た
め
に
、

大
山
に
あ
る
阿あ

夫ふ

利り

神じ
ん

社じ
ゃ

へ
木
製
の
納
め
太
刀

を
奉
納
し
た
そ
う
で
す
。
今
回
の
納
め
太
刀
も
、

そ
の
よ
う
な
用
途
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
今
で
は
高
田
四
ツ
家
の
地
域
で
大
山
講

を
知
る
人
や
、
納
め
太
刀
に
つ
い
て
詳
し
く
知

る
人
を
探
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
後
も
高
田
に

お
け
る
大
山
講
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
き

た
い
で
す
。�

（
郷
土
資
料
館
調
査
員　

山
本
）

図１　大正10（1921）年　高田四ツ家周辺の地図
  （「豊島区地域地図 第四集〈改定版〉」より作成）
地図に見える十字路が現在の千登世橋。その東側に「四ツ家」とあ
る。現在の住所では雑司が谷二丁目のあたり。
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前
号
で
は
、「
旧
鈴
木
家
住
宅
」
の
特
徴
と
軌

跡
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
。
本
号
で
は
、
一

九
一
八
年
以
来
、
大
塚
の
地
に
居
を
構
え
、
多

く
の
研
究
書
や
翻ほ
ん

訳や
く

本
を
世
に
出
し
、
後
継
者

を
育
て
上
げ
た
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
の
鈴
木
信

太
郎
に
つ
い
て
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

鈴
木
信
太
郎
（
一
八
九
五
―
一
九
七
〇
）
は
、

日
本
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
の
礎
い
し
ず
えを

築

い
た
重
要
な
人
物
で
す
。と
り
わ
け
、一
九
世
紀

後
半
の
象
徴
派
の
詩
人
ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
マ
ラ
ル

メ
研
究
で
は
、
第
一
人
者
と
し
て
尊
い
仕
事
を

成
し
遂
げ
ま
し
た
。
著
書
に
『
ス
テ
フ
ァ
ヌ
・

マ
ラ
ル
メ
詩
集
考
』や『
フ
ラ
ン
ス
詩
法
』と
い
っ

た
研
究
書
の
他
、
戯ぎ
き
ょ
く曲

『
シ
ラ
ノ
・
ド
・
ベ
ル

ジ
ュ
ラ
ッ
ク
』の
翻
訳
で
も
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
専
門
性
の
高
さ
ゆ
え
に
、
一
般
に
は
あ
ま

り
馴
染
み
の
な
い
人
物
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

今
日
、
日
本
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
文
学
が
学
問

と
し
て
定
着
し
、
フ
ラ
ン
ス
本
国
で
も
難
解
と

評
さ
れ
る
マ
ラ
ル
メ
の
詩
の
研
究
が
こ
れ
ほ
ど

ま
で
に
発
展
し
た
背
景
に
、
彼
の
存
在
が
あ
っ

た
こ
と
は
決
し
て
無
視
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

　

東
京
神
田
の
裕
福
な
米
穀
問
屋
に
生
ま
れ
、

地
主
の
長
男
と
し
て
何
不
自
由
な
く
育
て
ら
れ

た
信
太
郎
は
、
法
律
を
学
ぶ
こ
と
を
望
ん
で
い

た
親
の
期
待
に
反
し
、
や
が
て
フ
ラ
ン
ス
文
学

へ
の
道
を
歩
む
よ
う
に
な
り
ま
す
。
信
太
郎
は

一
九
一
三
年
に
東
京
高
等
師し

範は
ん

学
校
付
属
中
学

を
卒
業
、
同
年
九
月
に
第
一
高
等
学
校
に
入
学

し
、
そ
こ
で
、
親
の
目
を
欺あ
ざ
むく
よ
う
に
仏
法
科

（
フ
ラ
ン
ス
法
学
）
を
専
攻
し
て
い
ま
す
。
も
っ

と
も
こ
れ
は
、
法
律
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
語

を
学
ぶ
た
め
で
、
三
年
時
に
は
親
に
内
緒
で
文

科
へ
と
転
科
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
う
し
て
信

太
郎
は
、
一
九
一
六
年
七
月
に
一
高

を
卒
業
し
、
同
年
九
月
に
東
京
帝
国

大
学
の
文
科
大
学
（
現
在
の
東
大
文

学
部
）
へ
と
進
学
し
、
フ
ラ
ン
ス
文

学
者
へ
の
道
を
歩
み
出
し
ま
す
。
在

学
中
に
仲
間
を
集
め
刊
行
し
た
同
人

誌
「
玫ろ
ざ
り
よ

瑰
珠
」
に
は
特
に
熱
心
に
取

り
組
み
、
短
編
小
説
や
翻
訳
を
次
々

書斎でくつろぐ鈴木信太郎（73歳）
撮影／菅原 幸男、1968年

「
旧
鈴
木
家
住
宅
」
の
資
料
た
ち
　
　
第
２
回　
フ
ラ
ン
ス
文
学
者　
鈴
木
信
太
郎

と
発
表
し
ま
し
た
。

　

当
時
、
世
間
の
文
学
に
対
す
る
考
え
方
は
、

家
を
破は

綻た
ん

さ
せ
る
も
の
と
し
て
恐
れ
ら
れ
て
い

た
の
で
し
ょ
う
。こ
う
し
た
彼
の
選
択
は
、両
親

を
ひ
ど
く
落
胆
さ
せ
ま
し
た
。
し
か
し
、「
子

供
の
頃
か
ら
、
家
を
守
っ
て
行
け
ば
い
い
の
だ

か
ら
法
律
を
勉
強
し
ろ
、
と
言
わ
れ
て
育
て
ら

れ
た
」
信
太
郎
は
、「
何
も
し
な
い
で
よ
い
な
ら
、

法
律
の
代
わ
り
に
一
生
文
学
で
も
読
ん
で
暮
ら

さ
う
か
」
な
ど
と
皮
肉
に
も
考
え
た
の
で
し
た
。

　

信
太
郎
が
な
ぜ
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
専
攻
し
た

の
か
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
つ
興
味
深
い
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。
中
学
生
の
時
に
、
学
校

帰
り
に
本
屋
で
手
に
取
っ
た
メ
ー
テ
ル
ラ
ン
ク

（
マ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
）
の
英
訳
劇
が
、
な
ん
と

す
ら
す
ら
と
読
め
た
こ
と
か
ら
、「
い
い
気
に

な
っ
て
仏
文
学
を
や
る
気
に
な
っ
た
の
か
も
知

れ
な
い
」
と
い
う
信
太
郎
自
身
に
よ
る
思
い
出

話
で
す
。
こ
う
し
た
彼
の
言
葉
は
、
随
筆
と
し

て
残
さ
れ
、
補
巻
を
含
め
全
六
巻
の
『
鈴
木
信

太
郎
全
集
』
の
中
に
も
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

信
太
郎
は
一
九
一
九
年
七
月
に
大
学
を
卒
業

す
る
と
、
翻
訳
や
研
究
を
続
け
な
が
ら
文
学
部

の
副
手
や
大
学
講
師
を
勤
め
ま
す
。
そ
の
後
、

フ
ラ
ン
ス
へ
の
約
一
年
間
の
留
学
を
経
て
、
一

九
三
一
年
に
東
京
帝
国
大
学
助
教
授
に
、
四
七

年
に
は
同
大
学
教
授
に
就
任
し
ま
す
。
以
降
、

日
本
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
文
学
・
語
学
の
研
究

体
制
を
確
立
し
、
門
下
か
ら
は
多
数
の
逸い
つ

材ざ
い

を

出
し
ま
し
た
。

　

研
究
者
と
し
て
重
要
な
功
績
を
の
こ
し
た
信

太
郎
は
、
同
時
に
熱
心
な
稀き

覯こ
う

本ぼ
ん

の
収
集
家
で

も
あ
り
ま
し
た
。
中
で
も
マ
ラ
ル
メ
と
、
フ
ラ

ン
ス
近
代
画
家
の
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
マ
ネ
が
共

同
で
製
作
し
た
『
大お
お

鴉が
ら
す』
や
『
半は
ん

獣じ
ゅ
う

神し
ん

の
午

後
』
と
い
っ
た
挿さ
し

絵え

入
り
限
定
本
は
、
信
太
郎

が
収
集
し
た
愛
蔵
書
の
う
ち
最
も
貴
重
な
も
の

の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
ら
は
、多
く
の
研
究
書
と
と
も
に
、い
ず

れ「（
仮
称
）鈴
木
信
太
郎
記
念
館
」の
書
斎
に
て
、

彼
の
直
筆
原
稿
や
愛
蔵
の
品
々
と
合
わ
せ
て
展

示
さ
れ
る
予
定
で
す
。本
連
載「『
鈴
木
家
住
宅
』

の
資
料
た
ち
」
は
、
こ
う
し
た
貴
重
な
資
料
を

信
太
郎
の
人
柄
と
と
も
に
、
少
し
ず
つ
紹
介
し

て
い
く
も
の
で
す
。
次
回
は
、
再
び
建
物
に
つ

い
て
の
紹
介
に
な
り
ま
す
。�

（
郷
土　

古
賀
）

※�

本
欄
は
、
鈴
木
道
彦
著
『
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
の
誕

生
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
四
年
）
の
記
述
を
参

照
し
ま
し
た
。

　「
旧
鈴
木
家
住
宅
」
は
、
豊
島
区
東
池
袋
五
丁
目

に
所
在
す
る
歴
史
的
建
造
物
で
、
正
確
に
は
「
豊
島

区
指
定
有
形
文
化
財
（
建
造
物
）
旧
鈴
木
家
住
宅
」

と
い
う
名
称
で
す
。
現
在
豊
島
区
で
は
、
こ
の
建
物

を
改
修
・
整
備
し
て
「（
仮
称
）
鈴
木
信
太
郎
記
念

館
」
を
開
設
す
る
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。
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『
か
た
り
べ
』
一
一
五
号
を
お
届
け
し

ま
す
。
日
増
し
に
暖
か
く
な
り
ま
す
が
、

皆
さ
ま
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

か
た
り
べ
編
集
作
業
を
進
め
て
い
る
二
月

末
、
週
末
の
池
袋
駅
で
は
、
河
津
桜
を
見

に
伊
豆
に
向
か
う
花
見
客
を
満
載
に
し
た

電
車
を
目
に
し
ま
し
た
。
豊
島
区
内
の
ソ

メ
イ
ヨ
シ
ノ
の
蕾
は
ま
だ
ま
だ
硬
い
で
す

が
、
本
号
を
み
な
さ
ま
の
手
元
に
お
届
け

で
き
る
三
月
末
頃
に
は
、
豊
島
区
で
も
ソ

メ
イ
ヨ
シ
ノ
が
開
花
す
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

豊
島
区
で
は
五
月
の
新
庁
舎
オ
ー
プ
ン

を
控
え
て
全
庁
を
あ
げ
て
準
備
を
進
め
て

い
ま
す
。
郷
土
資
料
館
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

開
設
準
備
グ
ル
ー
プ
で
も
、
庁
舎
内
廊
下

壁
面
を
使
っ
た
新
庁
舎
ま
る
ご
と
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
の
一
部
で
、
展
示
を
行
う
た
め
、

現
在
、
鋭
意
準
備
作
業
に
取
り
組
ん
で
お

り
、
パ
ネ
ル
展
示
を
中
心
に
郷
土
、
美

術
、
文
学
・
マ
ン
ガ
の
三
分
野
そ
れ
ぞ
れ

が
、
豊
島
区
域
の
歴
史
や
文
化
を
紹
介
す

る
予
定
で
す
。
ほ
か
に
も
現
庁
舎
跡
地
の

再
開
発
計
画
な
ど
日
々
変
わ
り
ゆ
く
豊
島

区
で
す
が
、
暖
か
な
気
候
の
な
か
郷
土
資

料
館
、
五
月
か
ら
は
新
庁
舎
に
足
を
の
ば

し
て
展
示
を
見
学
し
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。�

（
郷
土　

甲
田
）

かたりべ
No.115
・

2015年�3�月24日
・

豊島区立郷土資料館
・

東京都豊島区西池袋2-37-4
豊島区立勤労福祉会館７階

・
電話�03-3980-2351

URL:http://www.city.toshima.
lg.jp/bunka/shiryokan

　

近
年
、
雑
司
が
谷
が
歴
史
と
文
化
の
街
と
し

て
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。
昨
年
は
、「
雑
司

が
谷
が
や
が
や
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
日
本
ユ

ネ
ス
コ
協
会
連
盟
が
推
進
す
る
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
未
来
遺
産
２
０
１
４
」
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

　

か
つ
て
雑
司
が
谷
周
辺
に
は
、
秋あ
き

田た

雨う

雀じ
ゃ
く、

菊き
く

池ち

寛か
ん

、
野の

村む
ら

胡こ

堂ど
う

、
三み

角す
み

寛か
ん

ら
多
く
の
文
化

人
が
居
住
し
て
い
ま
し
た
。
今
回
は
雑
司
が
谷

を
め
ぐ
り
な
が
ら
、
文
化
人
の
足
跡
を
辿た
ど

っ
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
有
楽
町
線
護
国
寺
駅
か
ら
、
不し
の
ば
ず忍
通

り
沿
い
を
目
白
通
り
方
面
に
向
か
っ
て
直
進
し

ま
す
。
七
分
ほ
ど
歩
き
、
コ
ン
ビ
ニ
の
角
を
右

折
す
る
と
、
右
手
に
マ
ン
シ
ョ
ン
が
見
え
ま
す
。

そ
こ
は
、
戯ぎ
き
ょ
く曲

「
父
帰
る
」
や
小
説
「
真
珠
夫

人
」
な
ど
を
執
筆
し
た
菊
地
寛
が
昭
和
一
二
年

か
ら
晩
年
ま
で
居
住
し
て
い
た
場
所
で
す
。
菊

地
は
、
作
家
活
動
以
外
に
も
、
雑
誌
『
文
藝
春

秋
』
の
創
刊
や
、
芥
川
賞
・
直
木
賞
の
制
定
な

ど
、
文
壇
に
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

現
在
、
邸
宅
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
か
つ
て

の
活
躍
を
偲し
の

ば
せ
る
「
菊
地
寛
旧
宅
跡
」
の
碑

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
（
①
）。

　

続
い
て
、
坂
を
上
る
こ
と
五
分
、
雑
司
が
谷

旧
宣
教
師
館
に
到
着
し
ま
す（
②
）。明
治
四
〇

年
に
ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
、
マ
ッ
ケ
ー
レ
ブ
の

邸
宅
と
し
て
建
て
ら
れ
た
、
豊
島
区
内
に
現
存

す
る
最
古
の
近
代
木
造
洋
風
建
築
で
す
。
館
内

に
は
、
雑
司
が
谷
で
の
近
代
文
化
活
動
を
紹
介

す
る
展
示
コ
ー
ナ
ー
や
、
豊
島
区
ゆ
か
り
の
児

童
雑
誌
『
赤
い
鳥
』
の
復
刻
版
な
ど
を
閲
覧
で

き
る
部
屋
が
あ
り
ま
す
。

　

旧
宣
教
師
館
を
出
て
一
分
ほ
ど
で
、
多
く
の

文
化
人
が
眠
る
雑
司
ケ
谷
霊
園
が
見
え
て
き
ま

す
。
霊
園
を
右
手
に
直
進
し
、
都
電
荒
川
線
の

線
路
を
越
え
て
さ
ら
に
五
分
ほ
ど
歩
く
と
、
本

納
寺
に
着
き
ま
す（
③
）。こ
ち
ら
の
寺
院
に
は
、

小
説
家
・
劇
作
家
と
し
て
活
躍
し
た
秋
田
雨
雀

の
墓
が
あ
り
ま
す
。雨
雀
は
、明
治
三
八
年
か
ら

昭
和
一
九
年
ま
で
お
よ
そ
四
〇
年
間
雑
司
が
谷

に
居
住
し
て
お
り
、
文
人
仲
間
か
ら
「
雑
司
が

谷
の
梟
ふ
く
ろ
う」

と
い
う
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
を
つ
け
ら
れ

る
ほ
ど
、
こ
の
地
に
密
着
し
た
文
化
人
で
し
た
。

　

本
納
寺
か
ら
さ
ら
に
進
む
と
、

子
母
神
堂

が
見
え
ま
す
。
参
道
の
大
門
ケ
ヤ
キ
並
木
に
は
、

樹
齢
四
百
年
を
越
す
古
木
も
あ
り
、
歴
史
を
感

じ
さ
せ
ま
す
。
雨
雀
も
こ
の
並
木
に
高
い
関
心

を
寄
せ
て
お
り
、『
雑ぞ
う
し
が
や
わ
か
ば
し
ゅ
う

司
谷
若
葉
集
』（
聖
典
輪

読
会
、
昭
和
一
四
年
）
の
中
で
、
大
門
並
木
の

歴
史
や
、
江
戸
時
代
中
期
か
ら
度
々
起
こ
っ
て

い
た
訴
訟
に
つ
い
て
触
れ
て
い
ま
す
。
地
元
の

保
護
活
動
が
実
を
結
び
、
大
門
ケ
ヤ
キ
並
木
は

東
京
都
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

近
代
の
文
化
人
た
ち
の
息
吹
が
感
じ
ら
れ
る

雑
司
が
谷
。
皆
様
も
地
図
を
片
手
に
雑
司
が
谷

の
街
を
散
策
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

�

（
文
学
・
マ
ン
ガ　

安
達
）

豊
島
区
文
学
散
歩 

―
歴
史
と
文
化
が
息
づ
く
街
、

�

雑
司
が
谷
を
歩
く
―

③

①

②


